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「
カ
バ
タ
」の
暮
ら
し
を
守
る
住
民
た
ち

琵
琶
湖
畔
の
湧
水
文
化

【湧水】

水の文化 60号　特集「水の守人」　
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滋
賀
県
の
琵
琶
湖
西
岸
に
連
な
る
比ひ

良ら

山さ
ん

系
に
降
っ
た
雪
や
雨
が
伏
流
水

と
な
っ
て
湧
き
出
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
針
江
集
落
だ
。
住
民
は
自
噴
す
る

清
ら
か
な
水
を
、
飲
料
や
炊
事
な
ど
に
用
い
て
い
る
。
思
わ
ず
見
惚
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
美
し
い
湧
水
の
集
落
だ
が
、
心
な
い
訪
問
者
た
ち
に
脅
か
さ

れ
た
時
期
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
生
活
の
場
を
、
い
か
に
し
て
守
っ
た
の
か
。

集落内を流れる針江大川。表流水の2分の1から3分の1は湧水
という清らかな流れに惹かれて、隣町から少年が遊びに来ていた

「カバタ」の暮らしを守る住民たち――琵琶湖畔の湧水文化
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自
噴
す
る
地
下
水
で

暮
ら
す「
生
水
の
郷
」

「
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
水
道
水
は
飲
ん

だ
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
な
い
か
ら
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
琵
琶
湖
の
北
西
岸

に
近
い
針は
り

江え

集
落
の
福
田
千
代
子
さ
ん
。

　

福
田
家
に
あ
る
焼や
き
す
ぎ杉
塀
の
小
さ
な
水

屋
に
、
こ
ん
こ
ん
と
清
水
が
湧
き
出
て

い
る
。
針
江
集
落
に
今
も
残
る
「
カ
バ

タ
（
川
端
）」
だ
。
こ
こ
で
野
菜
や
穀
物

を
洗
い
、
果
物
を
冷
や
す
。
池
に
は
カ

バ
タ
の
お
掃
除
屋
さ
ん
、
コ
イ
が
泳
ぐ
。

　

21
ｍ
打
ち
込
ん
だ
鉄
管
か
ら
地
下
水

が
自
噴
。
そ
れ
を
ポ
ン
プ
で
家
じ
ゅ
う

に
回
し
、
生
活
用
水
に
し
て
い
る
。
水

道
の
蛇
口
を
ひ
ね
ら
な
く
て
も
済
む
。

カ
バ
タ
の
水
を
口
に
含
ん
で
み
た
。
ま

ろ
や
か
で
、
ト
ゲ
ト
ゲ
し
く
な
い
。

　

こ
こ
で
は
湧
水
を
「
生し
ょ
う
ず水
」
と
呼
ぶ
。

水
温
は
12
〜
14
℃
と
年
中
ほ
ぼ
一
定
な

の
で
夏
は
冷
た
く
、
冬
は
温
か
く
感
じ

る
。
ブ
ナ
の
原
生
林
が
涵か
ん
よ
う養

す
る
伏
流

水
や
小
川
が
琵
琶
湖
へ
と
注
ぐ
、
そ
の

水
の
流
れ
が
も
た
ら
す
恵
み
が
針
江
の

生
水
と
カ
バ
タ
だ
。

　

集
落
の
中
心
部
を
流
れ
る
針
江
大
川

で
、
子
ど
も
た
ち
が
水
遊
び
に
興
じ
て

い
た
。
繊
維
工
場
の
廃
材
を
使
っ
た
発

泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
筏い
か
だに
乗
っ
て
は
し
ゃ

ぐ
ち
び
っ
こ
の
傍
に
は
、
ハ
ヤ
や
ア
ユ

が
泳
ぐ
。
失
わ
れ
ゆ
く
日
本
の
夏
の
懐

か
し
い
景
色
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

　

針
江
大
川
は
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）

に
護
岸
工
事
が
施
さ
れ
た
。「
見
た
目
に

は
わ
か
り
に
く
い
ん
で
す
け
れ
ど
」
と

教
え
て
く
れ
た
の
は
、
針
江
生
水
の
郷

委
員
会
会
長
の
三
宅
進
さ
ん
。「
橋
脚
部

分
と
石
垣
の
間
で
ゆ
ら
ゆ
ら
水
が
揺
れ

て
ま
す
よ
ね
？ 

あ
れ
は
湧
水
。
石
垣

の
間
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
詰
め
ず
、
な

る
べ
く
隙
間
を
多
く
し
て
い
ま
す
。
湧

水
の
と
こ
ろ
に
は
魚
が
た
む
ろ
す
る
ん

で
す
」よ

そ
か
ら
言
わ
れ
て

気
づ
い
た
極
上
の
価
値

　

針
江
集
落
は
１
７
０
戸
。
福
田
家
の

12
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1福田千代子さんが使っているカバタ。自然の冷水で冷やす野菜や果物は、
冷蔵庫とはまた違ったおいしさがあるという 2食器を洗ったあとの米粒などは、
コイが食べてきれいにしてくれる。福田さんは水を汚さないために、今は粉石けん
も使っていないそうだ 3カバタのしくみ。湧水を壺池（つぼいけ）で受けて、端池

（はたいけ）から水路へと流す 4外カバタを覆う水屋。焼杉を用いた建物は風
情がある 5針江生水の郷委員会の会長を務める三宅進さん。集落内をくまな
く案内してくれた 6外カバタの内部。今も日常的に使っていることがわかる

針江集落に水が湧くしくみ
針江生水の郷の委員会提供資料をもとに編集部作成
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（注） 針江集落を見学する場合は事前に申し込むこと。当日受付は不可。
 詳細はホームページ（http://harie-syozu.jp/guide）参照。
 電話でも申し込み可能（Tel. 0740-25-6566／9:00～15:00［冬季は10:00～15:00］）。

よ
う
な
小
屋
づ
く
り
の
「
外
カ
バ
タ
」、

家
屋
の
な
か
に
あ
る
「
内
カ
バ
タ
」
を

合
わ
せ
90
軒
ほ
ど
が
カ
バ
タ
を
残
し
て

い
る
（
私
有
地
な
の
で
見
学
は
予
約
が
必
要
（
注
））。

家
に
沿
っ
て
流
れ
る
水
路
と
交
じ
る
も

の
も
あ
れ
ば
、
あ
ふ
れ
た
水
だ
け
が
水

路
に
出
て
い
く
も
の
も
あ
る
。

　

琵
琶
湖
に
は
４
０
０
本
以
上
の
河

川
・
水
路
が
流
れ
込
ん
で
お
り
、
伏
流

水
を
利
用
す
る
カ
バ
タ
は
、
か
つ
て
ど

の
集
落
に
も
あ
っ
た
。
水
道
が
普
及
す

る
に
つ
れ
て
廃す
た

れ
た
が
、
な
ぜ
針
江
集

落
だ
け
に
今
な
お
残
っ
て
い
る
の
か
。

　

三
宅
さ
ん
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
。

「
30
年
ほ
ど
前
、
当
時
の
新
旭
町
会
議

員
が
『
カ
バ
タ
は
全
国
的
に
見
て
も
た

い
へ
ん
貴
重
な
ん
や
で
』
と
。
元
滋
賀

県
知
事
の
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
や
、
県
全

域
を
調
査
し
た
水
と
文
化
の
研
究
会
の

小
坂
育
子
さ
ん
ら
も
、
各
家
庭
で
湧
水

が
使
え
る
の
は
全
国
的
に
珍
し
い
、
残

す
べ
き
だ
と
。
針
江
の
人
に
は
当
た
り

前
に
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
軒

下
で
湧
い
て
る
水
が
珍
し
い
と
は
思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
」

　

外
か
ら
言
わ
れ
て
初
め
て
価
値
に
気

づ
く
の
は
地
方
で
は
よ
く
あ
る
話
だ
。

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
頼
ら
ず
と
も
暮
ら
せ

る
針
江
の
カ
バ
タ
文
化
は
自
然
災
害
が

つ
づ
く
今
、
絶
大
な
価
値
を
誇
れ
る
だ

ろ
う
。

　

知
る
人
ぞ
知
る
存
在
だ
っ
た
生
水
の

45
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7針江集落内に設置されている見学者への注意書き。1行目に
「ここは、観光地ではありません」と記している。ここでは、地元のガ
イドを伴わない見学はできない 8発泡スチロールの筏で針江大川
を川下りする子どもたち
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郷
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る

出
来
事
が
14
年
前
に
あ
っ
た
。

静
か
な
暮
ら
し
を

荒
ら
さ
れ
な
い
た
め
に

　

生
き
も
の
と
人
と
が
同
じ
水
を
分
か

ち
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
針
江
集
落
の
カ

バ
タ
文
化
の
四
季
を
２
年
間
か
け
て
追

っ
た
テ
レ
ビ
番
組
が
２
０
０
４
年
（
平

成
16
）
に
放
映
さ
れ
る
と
、
静
か
な
田

舎
ま
ち
を
招
か
れ
ざ
る
客
が
翻
弄
し
た
。

ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
が
住
民
に
断

ら
ず
勝
手
に
外
カ
バ
タ
の
台
所
道
具
を

移
動
さ
せ
て
写
真
を
撮
っ
た
り
す
る
。

「
隣
家
の
竹
細
工
の
小
桶
を
私
の
家
の

カ
バ
タ
に
持
っ
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
放

置
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
三

宅
さ
ん
は
苦
笑
し
つ
つ
振
り
返
る
。

　

な
か
に
は
無
遠
慮
に
家
の
内
部
を
の

ぞ
く
人
も
い
た
。
暑
け
れ
ば
鍵
も
か
け

ず
に
網
戸
だ
け
に
し
て
い
る
田
舎
ま
ち

の
こ
と
、
住
民
た
ち
の
間
で
は
不
安
が

募
っ
た
。

　

針
江
集
落
（
区
）
の
自
治
会
は
別
組

織
と
し
て
、
賛
同
し
た
有
志
26
名
に
よ

る
針
江
生
水
の
郷
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

見
学
者
を
案
内
す
る
有
償
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ガ
イ
ド
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
ガ

イ
ド
が
引
率
し
見
学
を
許
可
し
た
家
の

カ
バ
タ
だ
け
を
回
る
コ
ー
ス
設
定
に
し

た
。
こ
れ
で
訪
問
客
と
住
民
と
の
ト
ラ

ブ
ル
は
解
消
さ
れ
た
。
運
営
経
費
な
ど

を
除
い
た
ガ
イ
ド
料
の
収
入
（
見
学
者
一

人
に
つ
き
１
０
０
０
円
）
は
環
境
対
策
費
と

し
て
清
掃
活
動
や
植
栽
な
ど
に
充
て
て

い
る
。

「
行
政
か
ら
の
補
助
金
は
一
切
、
受
け

て
い
ま
せ
ん
。
１
０
０
％
、
皆
さ
ん
か

ら
い
た
だ
い
た
お
金
を
も
と
に
運
営
し

て
い
る
自
治
的
な
組
織
で
す
か
ら
、
す

べ
て
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
自
治
会

と
も
相
談
し
た
う
え
で
決
め
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
長
続
き
し
て
い
る
の
で
す
」
と

三
宅
さ
ん
は
強
調
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
研
修
と
テ

キ
ス
ト
を
最
初
の
２
〜
３
年
間
は
用
意

し
た
が
、
そ
の
う
ち
や
め
た
。
リ
ピ
ー

タ
ー
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
誰
も

が
同
じ
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
説
明
で
は

味
気
な
い
。
実
際
に
住
ん
で
い
る
人
の

主
観
も
交
え
た
目
線
で
暮
ら
し
ぶ
り
が

伝
わ
る
。

安
住
の
地
は

静
か
な
方
が
い
い

　

現
在
、
年
間
７
０
０
０
人
近
い
見
学

客
が
訪
れ
て
い
る
。
小
・
中
学
生
の
団

体
も
多
い
。
先
の
番
組
は
国
際
版
も
あ

り
海
外
で
六
つ
の
賞
を
と
る
な
ど
世
界

的
に
も
評
判
に
な
っ
た
の
で
、
定
番
の

観
光
地
に
飽
き
た
外
国
人
の
旅
行
者
や

視
察
者
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。

　

だ
が
「
見
学
の
み
な
さ
ま
へ
」
の
看

板
に
あ
る
よ
う
に
「
こ
こ
は
観
光
地
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」。
当
初
か
ら
徹
底
し

て
き
た
方
針
だ
。
湧
水
の
恵
み
を
受
け

た
暮
ら
し
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
散
策

は
必
ず
地
元
ガ
イ
ド
と
一
緒
に
、
と
看

板
は
呼
び
か
け
て
い
る
。「
取
材
は
受
け

ま
す
が
自
ら
広
告
宣
伝
は
し
ま
せ
ん
」

と
三
宅
さ
ん
も
明
言
す
る
。
生
活
の
場

な
の
だ
か
ら
観
光
気
分
で
来
ら
れ
て
も

困
る
。
そ
の
姿
勢
は
「
ガ
イ
ド
を
伴
わ

な
い
見
学
は
場
合
に
よ
っ
て
は
退
去
を

お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
い

う
看
板
の
強
い
文
言
に
も
表
れ
て
い
た
。

　

外
か
ら
の
指
摘
で
カ
バ
タ
文
化
の
価

値
に
目
覚
め
、
図
ら
ず
も
知
名
度
が
高

7

8
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9湧水を用いてつくっている上原豆腐店の豆腐 10上原豆腐店の外観。店の前にも水路が走る 11公道に面した場所にある
カバタ。登下校の子どもたちがここで水を飲んでいくという 12針江集落の地下水と高島市の水道の水を飲み比べられる場所も
ある 13家を改築した際、改造して残した外カバタで冷やすナスやキュウリ。夏、カバタは天然の冷蔵庫となる
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ま
っ
た
こ
と
か
ら
「
見
学
」
と
「
生

活
」
の
狭
間
で
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と

り
、「
生
水
の
郷
」
を
守
っ
て
き
た
針
江

集
落
だ
が
、
今
後
の
課
題
は
、
ど
の
地

域
に
も
共
通
す
る
高
齢
化
だ
。

　

針
江
生
水
の
郷
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

は
65
名
。
人
口
約
６
０
０
人
の
集
落
と

し
て
は
多
い
方
だ
が
、
65
歳
の
三
宅
さ

ん
が
「
私
は
中
堅
…
…
い
や
若
手
か

な
」
と
笑
う
く
ら
い
の
実
情
。
若
者
が

少
な
い
。

　

１
９
７
０
年
代
く
ら
い
ま
で
の
針
江

は
織
物
が
地
場
産
業
だ
っ
た
が
、
い
ま

や
大
半
の
世
帯
が
会
社
員
で
、大
津
、京

都
、
大
阪
方
面
へ
通
勤
し
て
い
る
。
移

住
者
も
何
組
か
い
る
が
、
仕
事
が
な
け

れ
ば
「
水
だ
け
で
は
食
え
な
い
」（
三
宅
さ

ん
）
か
ら
格
段
に
増
え
る
見
通
し
も
な

い
。
時
間
に
余
裕
の
な
い
若
い
現
役
世

代
が
地
域
活
動
に
取
り
組
む
の
は
、
ど

こ
で
あ
っ
て
も
た
や
す
く
な
い
こ
と
だ
。

　

と
は
い
え
、
繰
り
返
す
が
「
観
光
地

で
は
な
い
」
か
ら
、
見
学
者
が
減
り
自

然
収
束
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
「
む
し

ろ
静
か
な
ま
ち
の
方
が
針
江
の
住
民
に

と
っ
て
は
安
住
の
地
」
と
三
宅
さ
ん
は

話
す
。

　

軒
下
の
湧
水
に
価
値
を
感
じ
る
住
民

が
い
る
限
り
「
生
水
の
郷
」
は
穏
や
か

に
続
く
。
そ
れ
こ
そ
水
の
よ
う
に
自
然

な
あ
り
さ
ま
な
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
７
月
14
日
取
材
）

【湧水】
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